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勝
俣
隆
著

『
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
の
研
究
』

斎 

藤　

英 

喜

の
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
状
況
を
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
規
制
と
そ
れ
に
固
有
の
資
料
の

存
在
形
態
に
即
し
て
分
析
、
考
察
す
る
こ
と
に
つ

い
て
方
法
レ
ベ
ル
で
の
議
論
は
そ
れ
ほ
ど
盛
ん
で

は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
を
時
代
の
異
な

る
対
照
軸
と
し
て
参
照
す
る
こ
と
で
、
口
承
文
芸

の
「
場
」
に
関
す
る
議
論
が
深
化
す
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
本
書
は
口
承
文
芸
そ
の
も
の
の
研
究
書

で
は
な
い
も
の
の
、
口
承
文
芸
研
究
に
志
す
も
の

に
と
っ
て
は
当
然
、
ふ
ま
え
る
べ
き
多
く
の
豊
か

な
内
容
と
論
点
と
を
持
つ
重
要
な
著
作
で
あ
る
。

こ
う
し
た
書
物
の
刊
行
を
心
か
ら
喜
ぶ
と
と
も
に

著
者
の
ま
す
ま
す
の
活
躍
を
お
祈
り
し
た
い
。
ま

た
こ
こ
で
評
者
が
舌
足
ら
ず
に
述
べ
て
き
た
問
題

だ
け
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
縦
横
に
本
書
を
読

み
解
く
こ
と
で
、
口
承
文
芸
研
究
を
新
た
な
段
階

に
押
し
上
げ
て
い
く
読
者
＝
研
究
者
が
現
れ
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
。

（
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
、
森
話
社
刊
、
本
体

七
一
〇
〇
円
）

 （
こ
い
け
じ
ゅ
ん
い
ち
／
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
）

書 

評

　
『
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
の
研
究
』
と
い
う
タ

イ
ト
ル
を
も
つ
本
書
を
開
い
て
、
最
初
に
目
に
は

い
る
の
は
、
煌
び
や
か
な
カ
ラ
ー
の
天
体
写
真
で

あ
る
。
天
の
河
を
挟
ん
で
向
き
合
う
織
女
星
と
牽

牛
星
、
オ
リ
オ
ン
座
・
お
う
し
座
、
そ
し
て
そ
こ

に
書
き
込
ま
れ
た
異
様
な
サ
ル
タ
ヒ
コ
の
図
像
、

さ
ら
に
キ
ト
ラ
古
墳
の
天
文
図
…
…
。
は
た
し
て

こ
の
本
の
テ
ー
マ
は
何
な
の
か
と
訝
し
く
思
う

の
だ
が
、
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
う
、

本
書
は
、『
星
座
で
読
み
解
く
日
本
神
話
』（
大
修

館
書
店
）
の
著
者
で
あ
る
勝
俣
隆
氏
に
よ
る
も
の

で
あ
っ
た
の
だ
。

　

た
だ
し
、
本
書
で
は
「
星
座
」
か
ら
神
話
を
読

み
解
く
と
い
う
議
論
が
メ
イ
ン
で
は
な
く
、
主
要

な
テ
ー
マ
は
〈
異
郷
訪
問
譚
・
来
訪
譚
〉
の
分
析

で
あ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
異
郷
訪
問
譚
は
「
現

世
の
地
上
世
界
、
神
話
で
あ
れ
ば
葦
原
中
国
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
異
郷
を
訪
れ
る
話
」（
1
頁
）、

異
郷
来
訪
譚
は
「
現
実
世
界
と
は
異
な
る
異
郷
か

ら
、
あ
る
神
や
異
類
な
ど
が
現
世
を
訪
れ
る
話
」

（
2
頁
）
と
定
義
さ
れ
る
。
以
下
、
第
一
部
「
地

下
世
界
訪
問
譚
」、
第
二
部
「
海
の
果
て
の
異
郷

へ
の
訪
問
と
来
訪
」、
第
三
部
「
海
中
の
異
郷
訪

問
譚
」、
第
四
部
「
天
上
世
界
へ
の
訪
問
譚
と
来

訪
譚
」
と
部
立
て
し
て
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ

の
黄
泉
国
神
話
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
天
上
世
界
訪
問
、

浦
島
伝
説
、
ホ
ヲ
リ
の
綿
津
見
宮
訪
問
、
国
土

創
成
神
話
、
天
孫
降
臨
神
話
、
七
夕
伝
説
な
ど
、

『
記
』『
紀
』『
風
土
記
』
の
お
馴
染
み
の
神
話
世

界
が
解
読
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
書
を
読
み
進
め
て
い
て
、
や
は
り
一

番
面
白
い
と
こ
ろ
は
、
神
話
・
伝
承
と
「
星
座
」

と
の
関
係
を
説
い
て
い
く
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
そ
こ

に
本
書
の
眼
目
が
あ
る
の
は
間
違
い
な
い
。
と
く
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に
興
味
深
く
読
め
る
の
は
、
第
二
部
第
二
章
「
浦

島
伝
説
」、
第
四
部
第
六
章
「
天
孫
降
臨
神
話
」

の
パ
ー
ト
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
ふ
た
つ
の
パ
ー

ト
を
中
心
に
検
証
し
て
い
こ
う
。

　

ま
ず
浦
島
子
の
伝
承
が
、『
日
本
書
紀
』
の
雄

略
天
皇
二
十
二
年
「
秋
七
月
条
」
と
あ
る
こ
と
に

注
目
し
、
中
国
道
教
な
ど
の
三
元
の
祭
日
の
例
を

あ
げ
な
が
ら
「
秋
七
月
」
と
は
「
こ
の
世
な
ら
ぬ

異
郷
の
世
界
の
住
人
と
接
触
で
き
る
日
が
七
月

七
日
か
ら
七
月
十
五
日
ま
で
の
期
間
で
あ
り
、
特

に
、
七
月
七
日
は
そ
の
始
ま
り
の
日
と
し
て
重
視

さ
れ
た
」（
162
頁
）
こ
と
と
の
関
連
を
説
き
、
浦

島
子
が
亀
比
売
と
い
う
異
郷
の
神
女
と
出
逢
え

た
こ
と
と
「
秋
七
月
」
と
の
繋
が
り
を
指
摘
す

る
。
こ
こ
に
は
「
浦
島
子
伝
」（
丹
後
国
風
土
記

逸
文
に
引
用
）
を
書
い
た
伊
予
部
の
馬
養
が
中
国

の
伝
説
、
と
く
に
「
西
王
母
伝
説
」
に
関
心
を

も
っ
て
い
た
こ
と
、
つ
ま
り
彼
の
中
国
的
な
教
養

や
知
識
と
の
繋
が
り
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
こ
か
ら
が
著
者
の
本
領
と
す
る
と

こ
ろ
だ
が
、
風
土
記
逸
文
に
載
る
浦
島
子
伝
承
の

亀
比
売
の
従
者
と
し
て
「
昴
星
」「
畢
星
」
が
登

場
し
て
く
る
場
面
の
分
析
が
興
味
深
い
。
な
ぜ
海

の
果
て
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
「
蓬
山
」
と
い
う
異

郷
世
界
に
、
天
体
の
二
十
八
宿
中
の
「
昴
星
」
と

「
畢
星
」
の
名
前
を
も
つ
従
者
が
登
場
し
て
く
る

の
か
。
古
来
よ
り
疑
問
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ

だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
著
者
は
、
古
代
中
国
の

天
文
観
、
宇
宙
観
と
リ
ン
ク
さ
せ
て
次
の
よ
う
に

説
い
た
。

　

馬
養
が
浦
島
子
伝
を
執
筆
し
た
時
点
で
、
浦
島

子
の
蓬
莱
へ
の
旅
に
は
、
当
然
、
仙
槎
に
よ
る
昇

天
の
故
事
を
利
用
し
た
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
う

で
な
く
て
も
、
浦
島
子
が
、
筏
と
同
様
な
小
舟
に

乗
っ
て
、
海
上
を
経
て
蓬
山
に
赴
き
、
昴
星
・
畢

星
と
出
逢
う
の
は
、
日
本
の
常
世
国
伝
承
で
も
、

中
国
と
同
様
に
海
の
果
て
な
る
常
世
国
は
、
天
上

世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
の
で
、
海
の
果
て
ま
で
行

け
ば
星
々
に
出
会
え
る
と
い
う
観
念
が
存
在
し

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
海

の
涯
の
理
想
郷
常
世
国
（
蓬
山
）
は
、
天
上
の
仙

郷
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（
171
頁
）

　

地
あ
る
い
は
海
上
の
果
て
に
天
と
の
交
点
が

あ
る
と
い
う
宇
宙
観
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
『
淮

南
子
』
天
文
訓
な
ど
に
よ
る
「
蓋
天
説
」
に
も

と
づ
く
。
天
は
ド
ー
ム
の
よ
う
に
地
を
覆
っ
て

い
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
海
の
果
て
を

訪
れ
た
浦
島
子
が
、
天
上
の
星
た
ち
と
出
会
う

の
は
、
ま
さ
し
く
そ
う
し
た
宇
宙
観
を
前
提
に

し
て
い
る
こ
と
を
、
本
書
は
見
事
に
読
み
取
っ

て
い
く
。
蓋
天
説
が
、
八
世
紀
の
知
識
人
の
あ

い
だ
に
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
一
例
と

も
な
ろ
う
。

　

浦
島
子
伝
承
が
、
古
層
の
伝
承
の
み
な
ら
ず
、

中
国
の
伝
奇
小
説
の
影
響
、
あ
る
い
は
道
教
・
神

仙
思
想
と
の
繋
が
り
を
も
つ
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で

も
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ
に
加
え

て
、
天
文
説
と
の
接
点
を
も
見
出
し
た
こ
と
は
、

本
書
の
眼
目
と
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
古
代
、
八

世
紀
の
人
び
と
が
「
天
体
」
へ
の
知
識
を
も
っ
て

い
た
こ
と
は
、
こ
こ
に
証
明
さ
れ
る
わ
け
だ
（
な

お
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
『
風
土
記
』
の

当
該
箇
所
の
頭
注
も
、
勝
俣
説
を
引
く
）。

　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

も
う
ひ
と
つ
、
天
体
、
星
座
と
の
関
係
か
ら
読

み
解
か
れ
る
の
が
天
孫
降
臨
神
話
、
と
く
に
「
猨

田
毘
古
神
」
の
分
析
で
あ
る
。
以
下
、
そ
の
分
析
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を
検
証
し
て
み
よ
う
。

　

ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
降
臨
す
る
際
に
待
ち
受
け
て

い
た
サ
ル
タ
ヒ
コ
が
い
た
場
所
は
「
天
の
八
衢
」

と
表
現
さ
れ
る
。
著
者
は
こ
れ
を
「
当
該
の
天
孫

降
臨
神
話
と
同
系
統
と
言
わ
れ
て
い
る
北
方
系

諸
民
族
の
天
空
観
」（
399
頁
）
と
比
較
し
て
、「
神

話
時
代
の
日
本
人
は
、
天
上
に
多
数
の
星
の
集
合

体
を
見
出
し
、
そ
こ
を
天
地
を
結
ぶ
通
り
道
が
多

数
集
ま
っ
て
い
る
と
こ
ろ
と
観
じ
、
天
の
八
衢
と

呼
ん
だ
の
で
は
な
い
か
」（
400
頁
）
と
推
測
す
る
。

そ
し
て
天
の
八
衢
が
多
数
の
星
の
集
合
と
見
ら

れ
る
な
ら
ば
、「
実
際
に
星
空
と
の
対
応
」
を
探

る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
、
肉
眼
で
星
が
多
数
集
合

し
て
い
る
一
角
と
し
て
見
出
さ
れ
る
の
は
、「
古

来
か
ら
、
日
本
人
に
崇
拝
、
愛
好
さ
れ
、
名
称
自

体
が
星
の
集
合
体
を
意
味
す
る
「
す
ば
る
」」（
401

頁
）
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
天
の
八
衢
に
い
る
「
猨
田
毘
古
神
」
に

つ
い
て
も
、
そ
の
特
異
な
相
貌
の
描
写
か
ら
、
天

体
の
星
と
の
対
応
が
推
定
さ
れ
て
い
く
。
ま
ず

「
八
咫
の
鏡
の
よ
う
に
円
く
、
赤
く
輝
く
こ
と
は

真
っ
赤
な
酸
漿
に
似
て
い
る
」
と
い
う
描
写
か

ら
、「
天
の
八
衢
（
昴
）
の
所
で
昴
と
同
じ
く
夜

輝
く
と
す
れ
ば
、
太
陽
よ
り
も
、
夜
出
現
す
る
赤

く
大
き
な
星
の
方
が
適
当
」（
408
頁
）
と
仮
定
し
、

星
座
中
を
探
索
し
た
結
果
、「
す
ば
る
の
後
星
」

「
赤
星
」
と
い
う
方
言
を
も
つ
「
ア
ル
デ
バ
ラ
ン
」

（
牡
牛
座
）
が
、
酸
漿
の
よ
う
に
赤
い
星
と
し
て

認
識
さ
れ
た
の
で
、
猨
田
毘
古
神
の
赤
い
目
と
見

な
す
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
と
推
定
。
さ
ら
に
同
様

な
手
法
で
猨
田
毘
古
神
の
顔
の
輪
郭
を
「
畢
星
」

（
ヒ
ア
デ
ス
星
団
）
に
求
め
、
そ
の
Ｙ
字
型
の
Ｉ

の
部
分
が
鼻
に
該
当
す
る
と
い
う
推
測
が
な
さ

れ
る
。

　

ま
た
「
冬
至
に
於
け
る
太
陽
の
復
活
を
象
徴
的

に
表
わ
す
と
さ
れ
る
天
孫
降
臨
神
話
で
の
猨
田

毘
古
神
の
天
孫
の
先
導
」
に
つ
い
て
、
こ
う
述

べ
る
。

　

畢
星
は
、
黄
道
二
十
八
宿
の
一
つ
で
、
名
の
通

り
、
太
陽
と
同
じ
道
筋
を
通
っ
て
、
東
か
ら
出

て
、
西
へ
沈
む
。
伊
勢
か
ら
も
、
大
和
か
ら
も
、

筑
紫
は
西
の
彼
方
の
地
で
あ
る
。
星
座
と
し
て
の

畢
星
が
黄
道
上
を
西
に
傾
い
て
行
っ
て
、
最
後
に

地
平
線
下
に
没
す
る
時
、
そ
こ
に
は
、
筑
紫
の
高

千
穂
の
峯
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
猨
田

毘
古
神
が
太
陽
の
通
り
道
で
あ
る
黄
道
上
を
移

動
す
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
、
太
陽
神
番
能
邇
邇
芸

命
の
先
導
と
し
て
適
切
で
あ
ろ
う
。（
416
頁
）

　

さ
ら
に
続
け
て
、
猨
田
毘
古
神
が
溺
れ
る
所
作

を
す
る
と
こ
ろ
、
天
宇
受
売
命
と
の
関
係
な
ど
を

も
天
体
の
星
座
か
ら
読
み
と
っ
て
い
く
。
ま
さ
に

著
者
の
い
う
「
天
上
画
廊
と
し
て
の
日
本
神
話
」

（『
星
座
で
読
み
解
く
日
本
神
話
』）
の
様
相
が
描

き
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
う
し
た
解
読
は
、
先
に
見
た
「
浦
島

子
伝
承
」
の
事
例
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
。

浦
島
子
の
場
合
に
は
文
中
に
「
昴
星
」「
畢
星
」

と
い
う
星
座
を
直
接
示
す
表
現
が
あ
り
、
そ
こ
か

ら
「
蓋
天
説
」
に
よ
る
天
体
と
海
上
と
の
交
差
と

い
う
世
界
観
の
分
析
が
な
さ
れ
、
き
わ
め
て
説
得

力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
猨
田
毘
古
神
の

場
合
は
ど
う
か
。
す
ぐ
に
わ
か
る
よ
う
に
『
記
』

『
紀
』
の
当
該
神
話
に
は
、
直
接
星
座
を
示
す
表

現
は
な
い
。
著
者
が
「
天
の
八
衢
」
に
つ
い
て
、

「
天
上
に
多
数
の
星
の
集
合
体
を
見
出
し
、
そ
こ

を
天
地
を
結
ぶ
通
り
道
が
多
数
集
ま
っ
て
い
る

と
こ
ろ
」
と
推
定
し
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
以
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下
の
分
析
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ

て
、
天
の
八
衢
と
天
体
の
星
座
と
を
結
び
付
け
る

前
提
と
な
っ
て
い
る
「
当
該
の
天
孫
降
臨
神
話
と

同
系
統
と
言
わ
れ
て
い
る
北
方
系
諸
民
族
の
天

空
観
」
と
い
う
系
統
論
に
疑
い
を
も
っ
た
な
ら

ば
、
以
下
の
仮
説
は
、
あ
っ
け
な
く
瓦
解
し
て
し

ま
う
。
ま
さ
に
推
定
の
う
え
に
推
定
を
重
ね
る
…

と
い
う
手
法
で
あ
る
。

　

い
や
、
お
そ
ら
く
著
者
は
、
そ
の
危
う
さ
を

承
知
の
う
え
で
、
こ
の
仮
説
を
提
示
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
学
問
は
、
つ
ね
に
仮
説
の
提
示
か

ら
し
か
先
に
進
ま
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
う

で
あ
っ
て
も
、
本
書
の
前
提
と
な
る
「
天
体
」

に
た
い
す
る
認
識
に
は
疑
義
を
挟
ま
ざ
る
を
え

な
い
。
ま
ず
は
神
話
と
天
体
と
の
結
び
つ
き
に

つ
い
て
、「
人
事
の
儚
さ
に
比
し
て
、
自
然
は
悠

久
で
あ
り
、
現
在
の
天
文
学
の
知
識
に
拠
れ
ば
、

我
々
現
代
人
は
、
神
話
時
代
の
日
本
人
と
、
ほ

と
ん
ど
変
わ
ら
ぬ
星
空
を
仰
ぐ
こ
と
が
可
能
」

（
400
頁
）
と
い
う
認
識
か
る
出
発
す
る
の
は
、
大

い
に
疑
問
で
あ
る
。「
現
在
の
天
文
学
の
知
識
」、

す
な
わ
ち
現
代
の
ビ
ッ
グ
バ
ン
宇
宙
論
に
よ
れ

ば
、
宇
宙
の
星
空
は
「
悠
久
」
で
は
あ
り
え
な

い
か
ら
だ
。

　

ま
た
古
代
に
お
け
る
「
天
文
」
の
問
題
を
扱

う
な
ら
ば
、
天
体
の
知
識
は
つ
ね
に
「
占
星
術
」

（
天
文
占
）
と
一
体
と
し
て
発
展
し
た
と
い
う
歴

史
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ギ
リ
シ

ア
の
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
が
『
ア
ル
マ
ゲ
ス
ト
』

に
よ
っ
て
、
現
代
で
も
通
用
す
る
高
度
な
天
体

の
数
理
計
算
を
行
な
っ
た
天
文
学
者
で
あ
り
つ

つ
、『
テ
ト
ラ
ビ
ブ
ロ
ス
』
と
い
う
占
星
術
書
を

著
し
て
い
る
よ
う
に
、
正
確
な
天
体
の
位
置
測

定
の
技
術
・
知
識
は
、
占
星
術
の
正
確
さ
を
追

求
す
る
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
古

代
日
本
で
い
え
ば
、
陰
陽
寮
の
な
か
の
天
文
博

士
の
任
務
が
「
天
文
密
奏
」
と
い
う
占
星
術
と

不
可
分
に
あ
っ
た
こ
と
と
繋
が
る
。
し
た
が
っ

て
、
猨
田
毘
古
神
話
が
、
著
者
が
説
く
よ
う
に

星
座
の
位
置
と
結
び
つ
く
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ

に
は
な
ん
ら
か
の
占
星
術
の
問
題
を
介
在
さ
せ

る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
ま
っ
た
く
論

じ
ら
れ
な
い
の
は
、
著
者
の
「
天
文
」
認
識
が
、

古
代
の
も
の
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
か
ら
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

＊　
　

＊　
　

＊

　

し
か
し
、
本
書
が
「
神
話
研
究
」
の
プ
ロ
パ
ー

で
あ
る
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
さ
ら
に
見
過
ご
せ
な

い
問
題
点
は
、『
記
』『
紀
』
研
究
、
神
話
研
究
の

方
法
論
の
問
題
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
本
書
は
ど

の
よ
う
な
方
法
論
に
も
と
づ
く
の
か
。
た
と
え

ば
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

古
事
記
や
日
本
書
紀
に
描
か
れ
て
い
る
須
佐
之

男
命
は
、
須
佐
之
男
命
に
対
す
る
信
仰
が
多
数
存

在
し
て
い
た
中
の
極
一
部
に
過
ぎ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の

文
脈
に
準
拠
し
て
、
そ
の
性
格
を
探
っ
て
も
、
そ

の
性
格
の
一
部
を
か
す
め
る
に
し
か
過
ぎ
な
い

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
…
…
古
事
記
に
つ
い
て

い
え
ば
、
太
安
麻（
マ
マ
）呂

が
、
諸
々
の
神
話
を
糊
と

鋏
で
切
っ
て
繋
げ
て
、
今
の
形
に
し
た
に
過
ぎ
な

い
。
従
来
の
解
釈
は
、
作
品
論
的
に
、
あ
ま
り
に

も
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
文
脈
の
中
で
考
え
過

ぎ
て
い
た
。（
234
頁
）

　

最
後
の
部
分
に
あ
る
よ
う
に
、
著
者
の
方
法

は
、
現
今
の
「
作
品
論
」
的
な
研
究
へ
の
批
判

に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
し
か
に
近
年
の
「
作
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品
論
」
に
よ
る
『
記
』『
紀
』
研
究
の
閉
塞
感
は

認
め
ざ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
に
対

置
す
る
よ
う
に
、
著
者
が
、『
記
』『
紀
』
以
外
に

「
須
佐
之
男
命
に
対
す
る
信
仰
が
多
数
存
在
し
て

い
た
」
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
根
拠

を
も
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
「
存
在
」
は

ど
の
よ
う
に
し
て
「
証
明
」
し
え
る
の
か
、
そ
の

こ
と
を
、
作
品
論
を
批
判
す
る
方
法
と
し
て
提
示

す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

ま
た
研
究
史
的
な
位
置
づ
け
で
い
え
ば
、
作

品
論
に
関
し
て
、
西
郷
信
綱
に
始
ま
り
、
近
年

の
神
野
志
隆
光
、
西
條
勉
ら
の
方
法
論
的
な
検

討
が
、
本
書
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
い
る
か
と

い
え
ば
、
そ
れ
は
手
薄
で
あ
る
。
と
く
に
『
古

事
記
』
に
つ
い
て
「
安
麻（
マ
マ
）呂

が
、
諸
々
の
神
話

を
糊
と
鋏
で
切
っ
て
繋
げ
て
、
今
の
形
に
し
た

に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
言
い
方
で
終
わ
ら
せ
て

し
ま
う
と
こ
ろ
は
、
あ
ま
り
に
無
防
備
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
、

研
究
史
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
）。
さ
ら
に
「
作

品
論
」
へ
の
批
判
を
論
じ
る
な
ら
ば
、
現
在
の

神
話
研
究
で
焦
点
と
な
っ
て
い
る
「
中
世
日
本

紀
」「
中
世
神
話
」
研
究
に
発
す
る
、
神
話
の
変

奏
、
読
み
替
え
と
い
う
方
法
論
の
動
向
に
も
目

を
向
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
（
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
斎
藤
「「
中
世
日
本
紀
」
と
神
話
研
究

の
現
在
」『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
二
〇
一
一

年
五
月
号
で
論
じ
た
）。

　

以
上
の
点
か
ら
見
る
と
、
本
書
の
論
述
は
、
著

者
自
身
の
方
法
が
、
研
究
史
の
な
か
で
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
、
は
な
は
だ
不
明

確
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
そ
の
こ

と
が
、
猨
田
毘
古
神
話
（
天
孫
降
臨
神
話
）
の
分

析
に
お
い
て
も
、「
当
該
の
天
孫
降
臨
神
話
と
同

系
統
と
言
わ
れ
て
い
る
北
方
系
諸
民
族
の
天
空

観
」
と
い
う
視
点
、
あ
る
い
は
「
ア
ル
タ
イ
系
諸

民
族
の
世
界
観
が
、
近
縁
と
考
え
ら
れ
て
い
る
高

天
原
神
話
の
世
界
観
に
も
適
用
で
き
る
な
ら
ば
」

（
399
頁
）
と
い
う
系
統
論
（
比
較
神
話
学
）
を
、

な
ん
の
検
証
も
な
く
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に

も
露
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
ま
り
に

恣
意
的
な
（
あ
え
て
言
う
）、
星
座
と
の
結
び
つ

き
の
解
釈
に
も
通
じ
る
、
本
書
の
弱
点
と
い
わ
ざ

る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、「
日
本
神
話
」
の
注
釈
史
を
見
て

み
る
と
、
た
と
え
ば
室
町
期
の
吉
田
兼
倶
が
、

ア
マ
テ
ラ
ス
の
複
数
の
神
名
を
「
宋
代
天
文
学
」

（
賀
茂
家
陰
陽
道
）
の
知
識
に
も
と
づ
き
注
釈

し
（『
神
書
聞
塵
』）、
あ
る
い
は
江
戸
前
期
の
渋

川
春
海
が
イ
ザ
ナ
キ
の
禊
祓
で
ヤ
ソ
マ
ガ
ツ
ヒ
・

カ
ム
ナ
ホ
ビ
・
オ
オ
ナ
ホ
ビ
を
生
む
と
こ
ろ
を

「
日
行
の
度
」「
三
天
」
を
計
測
し
た
起
源
と
説

き
（『
瓊
矛
拾
遺
』）、
ま
た
本
居
宣
長
の
ア
マ

テ
ラ
ス
＝
太
陽
説
に
は
、
西
洋
天
文
学
の
地
球

説
、
天
暦
説
（
太
陽
暦
）
の
受
容
が
あ
る
（『
真

暦
考
』）
こ
と
な
ど
、
神
話
解
釈
と
天
文
学
と
の

関
係
は
、
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と

く
に
重
要
な
の
は
、
そ
の
天
文
観
が
、
時
代
の

最
先
端
の
学
知
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
だ
（
こ
の

点
に
つ
い
て
は
、
斎
藤
「
宣
長
・
ア
マ
テ
ラ
ス
・

天
文
学
」
佛
教
大
学
『
歴
史
学
部
論
集
』
創
刊

号
、
二
〇
一
一
年
三
月
、
で
詳
述
し
た
）。
こ
う

し
た
神
話
の
注
釈
史
、
神
話
の
再
創
造
の
問
題

へ
と
視
野
を
広
げ
た
と
き
、
あ
る
い
は
本
書
が

提
示
し
た
仮
説
の
あ
ら
た
な
可
能
性
が
見
え
て

く
る
か
も
し
れ
な
い
。

 

（
さ
い
と
う
・
ひ
で
き
／
佛
教
大
学
）

（
二
〇
〇
九
年
十
二
月
、
和
泉
書
院
、
本
体

八
七
〇
〇
円
）


